
要
旨

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
操
作
の
場
で
使
わ
れ
た
ち
ま
ち
広
が
っ
た

「
立
ち
あ
げ
る
」
に
違
和
感
を
抱
く
人
が
少
な
く
な
い
。
違
和
感

は
こ
の
動
詞
の
〈
自
動
詞
＋
他
動
詞
〉
構
造
に
由
来
す
る
ら
し
い

こ
と
は
早
く
指
摘
さ
れ
た
が
そ
の
原
理
は
説
明
さ
れ
ず
に
き
た
。

筆
者
は
近
年
の
研
究
に
学
ん
で
複
合
動
詞
全
体
を
検
討
し
〈
他
動

詞
＋
自
動
詞
〉
構
造
の
複
合
動
詞
は
多
い
が
〈
自
動
詞
＋
他
動

詞
〉
構
造
の
複
合
動
詞
は
特
殊
な
一
部
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。〈
他
＋
自
〉
構
造
の
動
詞
の
多
く
は
〈
自
＋
他
〉
構

造
の
動
詞
か
ら
の
派
生
で
受
動
態
に
よ
る
長
い
語
形
を
避
け
て
自

動
詞
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
後
項
が
自
動
詞
な
ら
主
格
だ
け
を
と

る
一
価
動
詞
で
充
分
だ
が
他
動
詞
は
二
価
動
詞
な
の
で
「
立
ち
あ

げ
る
」
は
前
後
項
間
で
意
味
が
ね
じ
れ
て
非
文
に
な
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

若
者
の
こ
と
ば
づ
か
い
や
行
動
を
老
人
が
好
ま
し
か
ら
ず
思
う
の

は
普
遍
的
な
こ
と
で
あ
る
。
若
年
者
が
革
新
的
で
高
齢
者
が
保
守
的

な
の
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
語
変
化
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が

あ
る
の
で
、
言
語
研
究
を
業
い
と
す
る
自
分
は
目
く
じ
ら
立
て
て
そ

れ
を
非
難
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
。
だ
が
、
近
年
の
風
潮
は
あ
ま
り

に
凄
ま
じ
く
て
寛
大
に
眺
め
て
い
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
影
響
力
の

強
い
テ
レ
ビ
番
組
で
使
わ
れ
た
こ
と
ば
が
、
そ
の
日
の
う
ち
に
全
国

に
伝
わ
り
、
そ
の
こ
と
ば
の
適
切
さ
を
考
え
る
い
と
ま
も
な
く
、

〈
立
ち
あ
げ
る
〉
非
文
の
説

―
―
複
合
動
詞
論
・
続
―
―

工

藤

力

男
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人
々
が
用
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

「
わ
た
し
的
に
は
…
」「
千
円
か
ら
お
預
か
り
し
ま
す
」
な
ど
へ
の

批
判
も
見
聞
き
す
る
。
食
堂
で
注
文
を
と
り
に
き
て
「
ご
注
文
の
ほ

う
、
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
」
と
い
き
な
り
言
わ
れ
る
。
こ
れ

ら
は
、
多
く
の
人
が
お
か
し
な
表
現
だ
と
感
じ
て
自
分
で
は
使
わ
ず

に
済
ま
せ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
で
は
「
立
ち
あ
げ
る
」
は
ど
う
か
。
こ

の
語
を
使
い
始
め
た
の
が
若
者
か
否
か
は
知
ら
な
い
が
、
日
本
語
社

会
に
出
現
し
て
も
う
十
年
以
上
に
な
る
。
こ
れ
に
対
す
る
わ
た
し
の

違
和
感
は
、「
わ
た
し
的
」
な
ど
の
そ
れ
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
ほ

ど
強
い
。
同
学
に
携
わ
る
数
人
か
ら
も
違
和
感
を
き
い
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
専
門
家
が
本
格
的
に
論
ず
る
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
少
な
く
と
も
、
学
会
誌
・
紀
要
・
専
門
書
に
論
考
を

見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
学
界
で
議
論
が
沸
か
な
い
の
も

道
理
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
語
文
法
の
研
究
を
専
門
と
す
る
学
会
の

代
表
が
公
の
席
で
こ
れ
を
用
い
る
の
を
、
わ
た
し
は
再
三
き
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
違
和
感
を
覚
え
な
い
日
本
人
同
業
者
も
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
単
純
な
誤
用
で
研
究
す
る
に
及
ば
ず
と

考
え
て
で
も
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
、
そ
の
違
和
感
の
由
来
を
突
き
と
め
た
い
と
思
い
な
が

ら
数
年
を
過
ご
し
て
き
た
。
簡
単
な
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
解
け

た
と
思
っ
た
と
た
ん
に
例
外
が
み
つ
か
る
こ
と
を
繰
り
か
え
し
て
き

た
。
解
き
難
さ
の
原
因
が
複
合
動
詞
の
数
の
多
さ
と
種
類
の
複
雑
さ

に
あ
る
と
直
感
し
て
い
る
。
こ
れ
一
語
を
処
理
す
れ
ば
す
む
と
い
う

問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
母
語
に
対
す
る
直
感
が
お
お
む

ね
正
し
い
こ
と
は
、
己
れ
の
経
験
で
知
っ
て
い
る
の
で
、
い
つ
か
は

解
け
る
と
思
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
披
露
す
る
の
は
、
灯
台
下
暗
し
と

で
も
い
う
べ
き
考
察
の
跡
で
あ
る
。

な
お
、
標
題
の
「
非
文
」
は
、
現
行
の
国
語
辞
典
に
立
項
さ
れ
て

い
な
い
が
、
言
語
学
・
日
本
語
学
界
で
は
、
非
文
法
的
・
不
適
格
な

文
の
意
味
で
用
い
る
習
慣
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
も
用
い
た
。

一

肯
否
の
発
言
若
干

「
立
ち
あ
げ
る
」
に
つ
い
て
の
発
言
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
。

早
か
っ
た
の
は
高
島
俊
男
（1995

）
で
あ
る
。
淡
路
阪
神
大
震
災

の
朝
日
新
聞
の
記
事
な
ど
に
み
え
る
「
立
ち
上
げ
る
」
を
と
り
あ
げ
、

自
動
詞
「
立
つ
」
と
他
動
詞
「
上
げ
る
」
の
く
っ
つ
く
道
理
が
な
い
、

と
明
快
で
あ
る
。
作
っ
た
人
は
「
よ
ほ
ど
こ
と
ば
に
鈍
感
な
人
に
ち

が
い
な
い
」
と
い
い
、
そ
れ
を
使
う
人
も
「
同
程
度
の
人
で
あ
ろ

15



う
」
と
切
り
す
て
、
あ
る
高
校
教
師
の
『「
立
ち
上
げ
る
」
教
育
を
』

と
題
す
る
本
の
「
立
ち
上
げ
る
」「
立
ち
上
が
り
」
を
批
判
し
た
。

高
島
氏
が
否
定
す
る
根
拠
は
、
こ
の
語
が
「
よ
じ
れ
て
い
る
」「
分

裂
し
て
い
る
」
こ
と
に
あ
る
。
自
動
詞
に
他
動
詞
の
続
い
た
形
は
お

か
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
明
快
で
あ
る
だ
け
に
、
反
証
が
示
さ
れ

た
と
き
は
弱
い
だ
ろ
う
。

国
立
国
語
研
究
所
（2000
）
に
の
っ
た
問
答
が
あ
る
。「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
が
立
ち
上
が
る
」
と
い
う
言
い
方
を
聞
い
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
詳
し
い
人
が
言
う
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
特
定
の
分
野
の
新
し

い
言
い
方
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ

の
回
答
の
要
点
を
抄
出
す
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
は
初
め
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
た
め
、

用
語
は
ほ
と
ん
ど
英
語
に
由
来
す
る
。

パ
ソ
コ
ン
用
語
は
技
術
革
新
が
速
く
、
英
語
を
そ
の
ま
ま
片
仮

名
に
置
き
換
え
た
も
の
が
多
い
。

中
に
は
「
立
ち
上
が
る
」
の
よ
う
に
日
常
的
な
日
本
語
が
専
門

的
な
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
立
ち
上
げ
る
」
と
他
動
詞
の
形
も
あ
る
。

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
る
」「
会
社
を
立
ち
上
げ
る
」

「
事
業
を
立
ち
上
げ
る
」
の
よ
う
に
使
う
の
も
同
じ
用
法
と

言
え
る
。

片
仮
名
語
で
表
さ
れ
る
専
門
用
語
と
違
っ
て
、
や
や
俗
っ
ぽ
い

印
象
を
受
け
る
。「
立
ち
上
が
る
」
も
「
起
動
す
る
」
の
ほ

う
が
一
般
的
だ
ろ
う
。

文
化
庁
か
国
立
国
語
研
究
所
に
実
際
に
届
い
た
質
問
ら
し
い
が
、
回

答
は
こ
の
語
の
出
現
の
経
緯
を
の
べ
る
だ
け
で
、「
俗
っ
ぽ
い
印
象
」

と
す
る
以
上
の
評
価
は
下
し
て
い
な
い
。「
英
語
に
由
来
す
る
」
と

あ
る
が
、
な
ぜ
片
仮
名
を
用
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
起
動
す

る
」
が
一
般
的
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
、
わ
た
し
の
機
械
も
、
ス
イ

ッ
チ
を
い
れ
る
と
画
面
に
「W

indow
s

を
起
動
し
て
い
ま
す
」
と

で
る
。
こ
の
「
起
動
す
る
」
が
駆
逐
さ
れ
た
経
過
も
し
り
た
い
も
の

で
あ
る
。

金
田
一
春
彦
（2002

）
の
「
な
ぜ
�
立
ち
上
げ
る
�
に
な
っ
た

の
？
」
は
啓
蒙
書
で
の
言
及
で
あ
る
。
元
来
、
自
動
詞
「
立
ち
上
が

る
」
に
対
し
て
他
動
詞
と
し
て
用
い
た
い
と
き
は
、「
母
親
が
子
供

の
手
を
取
っ
て
、
立
ち
上
が
ら
せ
た
」
の
よ
う
に
い
っ
た
。
た
か
が

パ
ソ
コ
ン
の
ス
イ
ッ
チ
を
い
れ
て
動
か
し
た
ぐ
ら
い
で
、「
立
つ
」

動
き
を
大
げ
さ
に
偉
そ
う
に
表
現
し
て
い
る
気
が
す
る
。
日
本
人
は

他
動
詞
よ
り
も
自
動
詞
を
好
み
、
亭
主
へ
の
奥
さ
ん
の
言
葉
は
、

「
風
呂
を
沸
か
し
た
」
な
ら
ぬ
「
風
呂
が
沸
き
ま
し
た
」
で
あ
る
。
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日
本
人
は
そ
う
し
た
遠
慮
深
い
精
神
の
持
ち
主
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
、

「
立
ち
上
げ
る
」
は
耳
障
り
な
感
じ
が
す
る
の
だ
、
と
。
こ
の
人
ら

し
い
語
用
論
的
な
説
明
で
あ
る
。

こ
の
語
を
擁
護
す
る
の
は
産
經
新
聞
校
閲
部
長
の
塩
原
経
央
氏
で

あ
る
。
塩
原
（2004
）
に
よ
る
と
、『
産
經
新
聞
』
に
断
続
的
に
載

せ
た
国
語
断
想
に
「
文
語
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
た
い
」
と
か
い
た
と

こ
ろ
、
複
数
の
読
者
か
ら
注
意
さ
れ
た
。
自
動
詞
に
他
動
詞
を
く
っ

つ
け
た
怪
し
げ
な
言
葉
は
社
会
的
に
認
知
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

某
大
作
家
の
発
言
が
背
景
に
あ
る
。
そ
れ
で
も
借
用
語
で
あ
る
外
来

語
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
。
日
本
語
で
は
、「
風
が
吹
く
／
笛
を
吹
く
」

「
水
か
さ
が
増
す
／
エ
ン
ジ
ン
の
出
力
を
増
す
」
な
ど
、
自
動
詞
・

他
動
詞
の
区
別
が
さ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。「
飛
び
出
す
・

上
り
詰
め
る
〜
持
ち
こ
た
え
る
・
付
け
込
む
…
」
な
ど
、
自
動
詞
・

他
動
詞
の
複
合
し
た
語
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
他
動
詞
「
す
る
」
に

は
「
仕
上
が
る
・
仕
上
げ
る
」、「
持
つ
」
に
も
「
持
ち
上
が
る
・
持

ち
上
げ
る
」
の
両
形
が
あ
る
。
塩
原
氏
は
以
上
の
よ
う
に
反
論
し
て

い
る
。

同
じ
新
聞
人
な
が
ら
対
照
的
な
の
が
讀
賣
新
聞
編
集
委
員
の
橋
本

五
郎
氏
で
、「
編
集
委
員
が
読
む
」（2002.1.7

朝
刊
）
に
「
チ
ョ
ー

不
愉
快
な
「
立
ち
上
げ
る
」」
を
か
い
て
い
る
。
若
者
だ
け
で
な
く

大
人
も
安
手
に
多
用
す
る
言
葉
の
代
表
格
で
、
政
府
は
審
議
会
を
立

ち
上
げ
、
政
治
家
は
政
策
研
究
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
、
若
手
実
業

家
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
立
ち
上
げ
る
と
い
う
風
に
、
最
近
は
な
ん

で
も
「
立
ち
上
げ
る
」
で
あ
る
と
の
べ
、
そ
の
前
年
の
十
二
月
号
の

『
思
想
』
を
み
る
と
、
子
安
宣
邦
氏
ら
三
氏
の
座
談
会
記
録
二
十
三

ペ
イ
ジ
に
、「
立
ち
上
げ
る
」
が
三
十
回
以
上
現
わ
れ
る
、
と
厳
し

い
。わ

た
し
は
前
稿
（2005

）
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
か
い
た
。

平
安
時
代
、
下
二
段
動
詞
「
た
つ
」
が
自
動
詞
に
接
尾
し
た
複

合
動
詞
は
見
え
な
い
。
こ
れ
は
自
動
詞
と
他
動
詞
の
複
合
を
避

け
る
傾
向
が
あ
る
日
本
語
の
文
法
体
系
の
制
約
に
よ
る
の
だ
ろ

う
。

わ
た
し
は
、
近
年
猖
獗
を
極
め
る
「
立
ち
あ
げ
る
」
に
強
い
違

和
感
を
覚
え
る
。

こ
こ
に
示
し
た
原
因
の
推
測
は
高
島
俊
男
氏
、
某
大
作
家
と
同
じ
で

あ
る
。
同
様
に
直
感
し
た
日
本
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
直

感
の
由
来
を
考
え
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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二

考
察
の
方
法

考
察
に
資
す
べ
き
研
究
の
数
は
膨
大
で
あ
る
。
斎
藤
倫
明
・
石
井

正
彦
（1997

）
の
「
日
本
語
語
構
成
研
究
文
献
一
覧
」
に
あ
が
っ
て

い
る
六
百
篇
近
い
論
文
の
う
ち
、
標
題
に
「
複
合
動
詞
」
の
文
字
の

み
え
る
も
の
だ
け
で
も
一
割
は
あ
る
。
そ
の
全
部
に
つ
き
あ
う
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
同
書
の
研
究
史
の
記
述
な
ど
に
学
び
な
が
ら
、
解

決
へ
の
見
通
し
を
つ
け
た
い
と
思
う
。

本
稿
で
考
察
対
象
と
す
る
複
合
動
詞
は
〈
動
詞
連
用
形
＋
動
詞
〉

の
も
の
に
限
る
。
こ
の
複
合
動
詞
の
構
造
を
考
え
る
に
は
前
後
項
の

関
係
を
形
式
化
す
る
と
便
利
で
あ
る
。
早
く
な
さ
れ
た
寺
村
秀
夫

（1969

）
は
、
動
詞
の
自
立
語
と
し
て
の
意
味
を
保
持
す
る
か
否
か

に
よ
っ
て
四
分
し
た
。
だ
が
、
意
味
の
保
持
性
の
基
準
が
明
ら
か
で

な
い
と
し
て
、
動
詞
の
格
支
配
に
着
眼
し
て
整
理
し
な
お
し
た
の
が

山
本
清
隆
（1983

）
の
四
類
で
あ
る
。
今
は
そ
れ
に
よ
る
こ
と
に
し

て
、
格
支
配
す
る
動
詞
を
大
文
字
の
Ｖ
、
し
か
ら
ざ
る
動
詞
を
小
文

字
の
ｖ
で
表
記
し
、
前
後
項
に
そ
れ
ぞ
れ
小
字
の
１
・
２
を
つ
け
る

の
は
、
私
に
と
っ
た
措
置
で
あ
る
。
複
合
動
詞
に
よ
る
例
文
、
つ
づ

け
て
動
詞
を
前
後
項
に
わ
け
た
文
を
矢
印
の
下
に
あ
げ
、
非
文
に
ア

ス
テ
リ
ス
ク
（
＊
）
を
つ
け
、
他
の
例
語
を
括
弧
書
き
す
る
。

Ⅰ
類
〈
V１
＋
V２
〉

前
後
項
動
詞
と
も
に
、
複
合
動
詞
文
中
の
名
詞
に
対
し
て
格

支
配
関
係
を
も
つ
。

子
供
が
泣
き
叫
ぶ

子
供
が
泣
く

子
供
が
叫
ぶ

（
降
り
積
も
る

光
り
輝
く

刺
し
通
す

売
り
歩
く
）

Ⅱ
類
〈
V１
＋
v２
〉

前
項
動
詞
だ
け
が
複
合
動
詞
文
中
の
名
詞
に
対
す
る
格
支
配

関
係
を
も
つ
。

則
子
が
本
を
読
み
始
め
る

則
子
が
本
を
読
む

＊
則

子
が
本
を
始
め
る

（
静
ま
り
返
る

降
り
出
す

走
り
過
ぎ
る

書
き
終
え

る
）

Ⅲ
類
〈
v１
＋
V２
〉

後
項
動
詞
だ
け
が
複
合
動
詞
文
中
の
名
詞
に
対
す
る
格
支
配

関
係
を
も
つ
。

運
転
手
が
事
故
を
引
き
起
こ
す

＊
運
転
手
が
事
故
を

引
く

運
転
手
が
事
故
を
起
こ
す

（
打
ち
重
な
る

取
り
澄
ま
す

振
り
仰
ぐ

差
し
迫
る
）

Ⅳ
類
〈
v１
＋
v２
〉

18



前
後
項
動
詞
と
も
に
、
複
合
動
詞
文
中
の
名
詞
に
対
し
て
格

支
配
関
係
を
も
た
な
い
。

山
田
君
が
失
敗
を
繰
り
返
す

＊
山
田
君
が
失
敗
を
繰

る

＊
山
田
君
が
失
敗
を
返
す

（
取
り
締
ま
る

打
ち
解
け
る

取
り
乱
す

引
き
立
つ
）

こ
の
分
類
に
若
干
の
剰
余
の
で
る
こ
と
は
姫
野
昌
子
（1999

）
の

指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
、
生
成
文
法

の
た
ち
ば
か
ら
派
生
過
程
に
着
目
し
て
分
類
し
た
、
影
山
太
郎

（1993

）
の
「
語
彙
的
複
合
動
詞
」「
統
語
的
複
合
動
詞
」
が
あ
る
。

こ
れ
は
四
分
類
と
完
全
に
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
当
面
の
対

象
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
山
本
氏
の
四
分
類
が
便
利
で
あ
る
。

近
年
、
複
合
動
詞
の
解
明
が
日
本
語
の
統
語
論
に
と
っ
て
極
め
て

重
要
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き

た
。
従
来
の
研
究
者
は
、
分
類
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
命

名
す
る
こ
と
に
は
熱
心
で
な
か
っ
た
。
右
に
挙
げ
た
Ⅰ
類
な
い
し
Ⅳ

類
の
名
称
は
実
質
を
喚
起
せ
し
め
な
い
。

山
中
桂
一
（1998

）
の
分
類
基
準
も
格
支
配
で
あ
る
が
、
複
合
の

結
果
と
し
て
前
項
動
詞
の
格
支
配
が
か
わ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
二
分

し
た
。
典
型
的
な
型
と
し
て
「
が
咲
く
＋
を
始
め
る
↓
が
咲
き
始
め

る
」
の
類
を
〈
拡
張
動
詞
〉、「
を
建
て
る
＋
が
込
む
↓
が
建
て
込

む
」
の
類
を
〈
複
合
動
詞
〉
と
名
づ
け
た
。
そ
し
て
後
項
の
同
じ
も

の
を
対
比
さ
せ
た
表
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
表
の
十
組
か
ら
六
組
を

掲
げ
る
。

〈
拡
張
動
詞
〉

〈
複
合
動
詞
〉

が
降
り
始
め
る

…
…

を
書
き
上
げ
る

を
持
ち
上
げ
る

と
思
い
だ
す

を
想
い
出
す

を
使
い
込
む

が
建
て
込
む

が
走
り
回
る

に
立
ち
回
る

…
…

を
生
き
抜
く

前
項
が
格
支
配
す
る
と
は
、
後
項
が
動
詞
の
自
立
的
な
意
味
を
保
持

し
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
は
山
本
氏
の
Ⅱ
類
〈
V１
＋
v２
〉
に
相
当
す
る
。

そ
れ
を
「
拡
張
動
詞
」
と
よ
ぶ
の
は
適
切
な
命
名
だ
が
、
他
の
類
に

は
ふ
み
こ
ん
で
い
な
い
。
本
稿
は
分
類
を
旨
と
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
、
こ
れ
以
上
は
言
及
し
な
い
が
、
山
中
氏
が
続
け
て
左
記
の
よ

う
に
か
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

先
行
要
素
が
助
詞
を
支
配
し
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
「
家

が
建
て
込
む
」「
パ
ソ
コ
ン
を
立
ち
上
げ
る
」「
同
じ
ク
ラ
ス
を

持
ち
上
が
る
」
の
よ
う
に
、
部
分
的
に
見
る
と
前
項
と
後
項
と

で
食
い
違
い
を
お
こ
す
こ
と
も
間
々
生
じ
る
。
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「
立
ち
上
げ
る
」
に
お
け
る
前
後
項
の
食
い
違
い
を
指
摘
し
た
発
言

が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
の
ち
に
論
ず
る
こ
と
に
し
て
、
次

章
で
は
「
あ
が
る
」
に
よ
る
複
合
動
詞
全
般
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

三

「
あ
が
る
」
に
よ
る
複
合

複
合
動
詞
研
究
に
お
け
る
近
年
の
最
大
の
成
果
は
姫
野
昌
子

（1999

）
で
あ
る
。

姫
野
氏
は
、
初
め
の
二
章
で
複
合
動
詞
に
か
ん
す
る
総
論
的
な
記

述
を
行
い
、
第
三
章
以
下
に
「
あ
が
る
」「
あ
げ
る
」
な
ど
、
後
項

に
立
つ
主
要
な
三
十
二
語
に
つ
い
て
各
論
を
展
開
し
た
。
巻
末
の

「
複
合
動
詞
リ
ス
ト
」
に
は
、
そ
の
後
項
動
詞
三
十
二
に
よ
る
複
合

動
詞
二
千
三
百
七
十
五
を
掲
げ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
本
文
で
と
り
あ

げ
た
の
に
リ
ス
ト
か
ら
漏
れ
た
と
わ
た
し
が
判
断
す
る
、「
巻
き
た

て
る
」
な
ど
十
四
語
が
あ
る
。
偶
然
だ
が
、
各
論
の
最
初
が
「
〜
あ

が
る
・
〜
あ
げ
る
」
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
の
研
究
に
そ
っ
て
考
え

て
ゆ
く
。
な
お
、
本
稿
で
は
姫
野
氏
の
記
述
を
ひ
く
こ
と
が
多
い
の

で
、
以
下
の
記
述
で
、
他
者
の
論
著
以
外
の
表
記
に
は
、
姫
野
氏
の

仮
名
書
き
「
あ
が
る
」「
あ
げ
る
」
を
用
い
る
。

本
節
で
は
、
姫
野
氏
が
と
り
あ
げ
た
〈
動
詞
＋
あ
が
る
〉
型
の
複

合
動
詞
に
、
仮
に
Ａ
型
・
Ｂ
型
、
甲
・
乙
な
ど
の
符
号
を
つ
け
、
三

語
を
限
度
に
語
例
を
そ
え
る
。
一
覧
表
で
も
三
語
が
限
度
だ
か
ら
で

あ
る
。
二
語
以
下
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ
し
か
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
型
の
下
の
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
﹇

﹈
内
は
意
味
特
徴
、
自
・

他
は
自
動
詞
・
他
動
詞
の
略
称
、
い
ず
れ
も
姫
野
氏
の
呼
称
で
あ
る
。

意
味
特
徴
は
こ
こ
に
あ
げ
た
五
つ
の
ほ
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で

さ
ら
に
細
分
す
る
こ
と
も
し
て
い
る
。
そ
の
第
二
次
分
類
の
意
味
は

括
弧{

}

に
、
第
三
次
分
類
の
意
味
は
亀
甲
〔

〕
に
記
す
。
特
に

注
意
す
る
必
要
あ
り
と
判
断
し
た
も
の
の
肩
に
ア
ス
テ
リ
ス
ク
を
つ

け
て
後
に
言
及
す
る
。

Ａ
型

﹇
上
昇
﹈

甲

〈
自
＋
あ
が
る＝

自
〉

駆
け
あ
が
る

伸
び
あ
が
る

飛
び
あ
が
る

＊乙

〈
他
＋
あ
が
る＝

自
〉

押
し
あ
が
る

持
ち
あ
が
る

つ
る
し
あ
が
る

Ｂ
型

﹇
完
了
・
完
成
﹈

甲

〈
自
＋
あ
が
る＝

自
〉

で
き
あ
が
る

晴
れ
あ
が
る

干
あ
が
る

乙

〈
他
＋
あ
が
る＝

自
〉

織
り
あ
が
る

組
み
あ
が
る

炊
き
あ
が
る
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Ｃ
型
﹇
強
調
﹈

〈
自
＋
あ
が
る＝

自
〉

震
え
あ
が
る

お
び
え
あ
が
る

の
ぼ
せ
あ
が
る

Ｄ
型

﹇
増
長
﹈

〈
他
＋
あ
が
る＝

自
〉

つ
け
あ
が
る

思
い
あ
が
る

＊Ｅ
型

﹇
尊
敬
語
﹈

〈
他
＋
あ
が
る＝
他
〉

召
し
あ
が
る

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｅ
型
を
除
く
四
つ
の
型
の
複
合
動

詞
は
自
動
詞
で
あ
る
。
後
項
が
自
動
詞
「
あ
が
る
」
な
の
だ
か
ら
当

然
か
も
し
れ
な
い
が
、
Ｅ
型
だ
け
が
他
動
詞
に
な
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
。
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
型
は
、
後
項
の
意
味
が
形
式
化
し
た
〈
V１
＋
v２
〉

で
、
山
本
氏
の
Ⅱ
類
、
山
中
氏
の
拡
張
動
詞
に
あ
た
る
。
Ｂ
型
乙
と

Ｄ
型
と
は
、
前
項
に
他
動
詞
を
と
り
な
が
ら
、
後
項
の
自
動
詞
に
よ

っ
て
複
合
自
動
詞
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
し
く
み
に
つ
い
て

は
あ
と
で
考
え
る
。

Ｅ
型
の
「
召
し
あ
が
る
」
に
つ
い
て
、
姫
野
氏
は
他
動
詞
に
な
る

唯
一
の
例
外
と
す
る
だ
け
で
、
詳
し
い
言
及
は
し
て
い
な
い
。
だ
が
、

こ
れ
を
一
つ
の
型
と
す
る
の
は
無
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
尊
敬

動
詞
は
、「
見
る
」
か
ら
派
生
し
た
食
す
る
意
の
古
代
語
「
召
す
」

と
、
室
町
時
代
に
み
え
て
同
じ
く
食
す
る
意
の
尊
敬
動
詞
「
あ
が

る
」
と
が
複
合
し
た
語
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
前
後
項
と
も
に
他

動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
中
世
に
複
合
し
た
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
現
代
日
本
語
の
複
合
動
詞
形
成
の
考
察
に
は
用
い
に
く
い
の
で

は
な
い
か
。
そ
こ
で
Ｅ
型
を
こ
の
形
式
か
ら
除
く
と
、
残
る
四
つ
の

型
は
す
べ
て
〈
自
動
詞
／
他
動
詞
＋
あ
が
る＝

自
動
詞
〉
の
複
合
動

詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ａ
型
に
戻
る
と
、
こ
れ
は
Ⅰ
類
〈
V１
＋
V２
〉
構
造
。
前
後
項
と
も

に
格
を
支
配
し
て
﹇
上
昇
﹈
の
意
味
特
徴
を
有
し
、「
あ
が
る
」
は

動
詞
本
来
の
語
義
を
保
っ
て
い
る
。
前
項
が
自
動
詞
の
ば
あ
い
、
甲

の
「
伸
び
あ
が
る
」
の
よ
う
に
自
動
詞
と
し
て
機
能
す
る
の
は
自
然

な
あ
り
か
た
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
乙
は
い
か
に
考
え
た
ら
よ
い

だ
ろ
う
か
。

姫
野
氏
は
﹇
上
昇
﹈
の
意
味
特
徴
を
｛
全
体
的
上
昇
｝
と
｛
部
分

的
上
昇
｝
に
二
分
し
、
さ
ら
に
前
者
を
、〔
空
間
的
上
昇
〕〔
序
列
の

上
昇
〕〔
地
位
の
上
昇
〕
に
細
分
し
た
。〔
序
列
の
上
昇
〕
所
属
語
は

「
繰
り
あ
が
る
」
だ
け
で
乙
〈
他
＋
あ
が
る＝

自
〉、〔
地
位
の
上
昇
〕

所
属
語
は
「
の
し
あ
が
る
、
な
り
あ
が
る
、
勝
ち
あ
が
る
」
の
三
語

で
甲
〈
自
＋
あ
が
る＝

自
〉
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
〔
空
間
的
上

昇
〕
所
属
語
数
は
二
十
で
あ
る
。
姫
野
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
浮
き

あ
が
る
」「
は
い
あ
が
る
」
を
例
に
若
干
の
語
を
費
や
し
た
が
、
と
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も
に
前
項
に
自
動
詞
を
と
る
甲
の
ほ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
は
む
し
ろ
、

乙
の
「
つ
る
し
あ
が
る
・
突
き
あ
が
る
・
持
ち
あ
が
る
・
打
ち
あ
が

る
・
押
し
あ
が
る
・
漕
ぎ
あ
が
る
」
が
気
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
複
合

が
い
か
に
し
て
成
立
し
、
い
か
な
る
動
作
・
作
用
を
意
味
す
る
の
か
。

「
押
し
あ
が
る
」
は
、
例
え
ば
坂
の
上
ま
で
自
転
車
を
押
し
て
ゆ

く
さ
ま
で
も
表
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
持
ち
あ
が
る
」
が
「
前
年

度
の
学
級
を
持
ち
あ
が
っ
た
」
な
ど
の
用
法
を
含
意
す
る
の
だ
と
し

た
ら
、
こ
れ
は
空
間
的
上
昇
と
は
い
え
ま
い
。「
打
ち
あ
が
る
」「
漕

ぎ
あ
が
る
」「
つ
る
し
あ
が
る
」
な
ど
は
、
文
脈
が
な
く
て
は
い
か

な
る
状
況
か
わ
か
ら
な
い
。
用
例
を
集
め
る
に
あ
た
っ
て
、
姫
野
氏

は
客
観
的
な
態
度
を
通
そ
う
と
し
た
節
が
あ
る
。
用
例
に
疑
問
を
感

じ
て
も
、
努
め
て
主
観
的
な
判
断
を
下
さ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
が
日
本
語
と
し
て
不
適
と
疑
わ
れ
る
も
の

も
リ
ス
ト
に
の
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
例
え
ば
﹇
部
分
的
上
昇
﹈
の

甲
の
「
た
て
あ
が
る
」「
締
め
あ
が
る
」
で
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
で

は
、
日
本
語
教
育
を
専
門
と
し
た
こ
の
人
ら
し
く
、
外
国
人
学
習
者

の
「
乗
り
あ
が
る
」「
飛
ん
で
あ
が
る
」
の
誤
用
を
指
摘
し
て
い
る
。

日
本
人
と
て
も
誤
用
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
母
語
話
者
の
使
用
だ

か
ら
と
全
部
と
っ
て
い
て
は
、
適
切
な
分
析
、
精
確
な
結
論
に
は
至

れ
な
い
だ
ろ
う
。
後
に
言
及
し
て
い
る
語
も
あ
る
が
、
誤
用
と
お
ぼ

し
い
も
の
は
除
外
す
べ
き
だ
と
わ
た
し
は
思
う
。

複
合
動
詞
の
構
造
に
関
心
の
あ
る
人
な
ら
、
だ
れ
し
も
特
異
な
用

例
が
意
外
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
に
違
い
な
い
。
國
廣
哲
彌

（1983

）
に
は
、
現
代
作
家
の
「
し
ぼ
り
出
て
き
た
ク
リ
ー
ム
」「
鉢

が
…
吊
り
下
っ
て
」
が
み
え
る
。
わ
た
し
の
手
元
の
カ
ー
ド
に
も
、

「
吊
り
下
が
る
」「
甘
え
て
こ
す
り
つ
く
」「
浮
か
び
上
げ
る
」「
殴
り

死
な
す
」「
焼
き
締
ま
る
」「
断
ち
割
れ
る
」「
政
党
が
干
し
上
が
る
」

な
ど
が
あ
る
が
、
わ
た
し
は
こ
れ
ら
を
適
格
な
日
本
語
の
用
例
と
し

な
い
。

と
ま
れ
、
Ａ
型
乙
〈
他
＋
あ
が
る＝

自
〉
の
語
例
に
は
、
Ｂ
型
乙

か
ら
の
類
推
に
よ
り
、
あ
る
い
は
次
節
の
Ａ
型
乙
〈
他
＋
あ
げ
る＝

他
〉
の
対
応
形
と
し
て
派
生
し
た
、
臨
時
の
造
語
が
多
く
含
ま
れ
る

蓋
然
性
が
高
い
。
こ
の
た
ぐ
い
は
慎
重
に
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
あ
が
る
」
に
よ
る
複
合
動
詞
は
、
Ｅ
型
を
右
に

の
べ
た
理
由
で
除
く
と
、
自
動
詞
と
し
て
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。

四

「
あ
げ
る
」
に
よ
る
複
合

本
節
で
は
〈
動
詞
＋
あ
げ
る
〉
形
式
の
複
合
動
詞
に
つ
い
て
前
節

と
同
じ
よ
う
に
考
察
す
る
。
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Ａ
型

﹇
上
昇
﹈

＊甲

〈
自
＋
あ
げ
る＝

他
〉
＊切

れ
あ
げ
る

乗
り
あ
げ
る

乙

〈
他
＋
あ
げ
る＝

他
〉

打
ち
あ
げ
る

運
び
あ
げ
る

な
で
あ
げ
る

Ｂ
型

﹇
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
、
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対

す
る
社
会
的
行
為
﹈

〈
他
＋
あ
げ
る＝
他
〉

申
し
あ
げ
る

買
い
あ
げ
る

召
し
あ
げ
る

Ｃ
型

﹇
体
内
の
上
昇
﹈

甲

〈
自
＋
あ
げ
る＝

自
〉

む
せ
び
あ
げ
る

せ
ぐ
り
あ
げ

る

こ
み
あ
げ
る

乙

〈
他
＋
あ
げ
る＝

他
〉

す
す
り
あ
げ
る

（
感
情
が
）

突
き
あ
げ
る

Ｄ
型

﹇
完
了
・
完
成
﹈

〈
他
＋
あ
げ
る＝

＊自
〉

焼
き
あ
げ
る

仕
あ
げ
る

こ

ね
あ
げ
る

Ｅ
型

﹇
強
調
﹈

〈
他
＋
あ
げ
る＝

他
〉

ほ
め
あ
げ
る

縛
り
あ
げ
る

ど＊

な
り
あ
げ
る

Ｆ
型

﹇
そ
の
他
﹈

〈
他
＋
あ
げ
る＝

他
〉

本
を
読
み
あ
げ
る

軍
隊
を
引

き
あ
げ
る

人
生
を
歌
い
あ
げ
る

私
見
で
は
、
こ
の
形
式
は
一
覧
表
に
も
記
述
本
文
に
も
問
題
が
多

い
。ま

ず
Ａ
型
甲
〈
自
＋
あ
げ
る＝

他
〉。
意
味
特
徴
﹇
上
昇
﹈
の

｛
部
分
的
上
昇
｝
の
下
位
分
類
〔
量
の
減
少
に
よ
る
形
の
縮
小
〕
の

複
合
動
詞
に
、「
②
切
れ
あ
げ
る
」
が
み
え
る
が
、
実
例
は
あ
げ
て

い
な
い
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
い
か
に
も
不
自
然
な
日
本

語
で
あ
る
。
か
り
に
実
例
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
前
節
に
の
べ
た
よ

う
に
誤
用
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

Ａ
型
と
し
て
姫
野
氏
が
あ
げ
た
複
合
動
詞
は
七
十
一
語
に
上
る
。

｛
部
分
的
上
昇
｝
の
下
位
分
類
〔
形
の
伸
長
〕
の
①
に
あ
げ
た
六
語

の
う
ち
、「
重
ね
あ
げ
る
・
積
み
あ
げ
る
・
盛
り
あ
げ
る
」
の
類
と

し
て
、
説
明
文
中
に
「
や
や
特
殊
で
」
と
し
た
「
乗
り
あ
げ
る
」
が

あ
る
。
用
例
は
「
船
が
（
船
体
を
）
暗
礁
に
／
車
が
（
車
輪
を
）
歩

道
に
乗
り
あ
げ
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
わ
た
し
は
別
の
解
釈

を
も
っ
て
い
る
。「
乗
る
」
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞
は
、「
乗
り
入

れ
る
・
乗
り
出
す
・
乗
り
着
け
る
・
乗
り
慣
ら
す
・
乗
り
回
す
」
な

ど
、
い
ず
れ
も
「
乗
る
」
を
自
動
詞
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
た
め

ら
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
現
代
語
の
複
合
動
詞
と
す
べ
き
で
は
な
く
、

23



前
代
ま
で
に
成
立
し
た
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
。『
古
今
著
聞

集
』
に
「
雲
分
と
い
ふ
あ
が
り
馬
を
乗
ら
れ
け
る
に
」、『
日
葡
辞

書
』
に
「
ヨ
ウ
船
ヲ
乗
ル
人
」
の
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
単
に
乗
り
物
に
の
る
だ
け
の
ば
あ
い
と
、
自
ら
乗
り
物
を

操
る
ば
あ
い
と
で
格
支
配
が
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た

「
乗
る
」
を
前
項
と
す
る
複
合
動
詞
は
一
様
に
、
自
ら
操
作
す
る
意

の
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
乗
る
」
は
他
動
詞
と
解
釈
し
て

よ
い
の
で
あ
る
。「
切
れ
あ
げ
る
」「
乗
り
あ
げ
る
」
を
こ
の
よ
う
に

処
理
す
る
と
、
Ａ
型
か
ら
甲
〈
自
＋
あ
げ
る＝

他
〉
が
き
え
る
。

Ｃ
型
は
、
一
覧
表
に
は
、
前
項
動
詞
の
自
他
に
よ
っ
て
二
分
し
、

例
文
「
子
供
が
し
ゃ
く
り
あ
げ
る
」
だ
け
を
あ
げ
る
。
記
述
本
文
に

は
「
む
せ
び
あ
げ
る
・
し
ゃ
く
り
あ
げ
る
・
せ
ぐ
り
あ
げ
る
・
す
す

り
あ
げ
る
・
咳
き
あ
げ
る
・
こ
み
あ
げ
る
・（
感
情
が
）
突
き
あ
げ

る
」
の
七
語
が
み
え
る
。
右
に
は
、
そ
の
七
語
の
う
ち
、「
す
す
り

あ
げ
る
・
突
き
あ
げ
る
」
だ
け
を
乙
と
判
断
し
、
そ
の
他
の
五
語
を

甲
と
し
た
の
だ
が
、
著
者
の
意
図
に
そ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
語
構

造
だ
け
か
ら
い
う
と
、
乙
は
〈
他
＋
あ
げ
る＝

他
〉
で
問
題
は
な
い
。

だ
が
、
Ｃ
型
に
お
い
て
甲
は
、
後
項
に
他
動
詞
「
あ
げ
る
」
を
と
り

な
が
ら
自
動
詞
に
と
ど
ま
っ
た
特
異
な
複
合
動
詞
で
あ
る
。
著
者
が

そ
の
意
味
特
徴
を
﹇
体
内
の
上
昇
﹈
と
し
、「
人
の
生
理
作
用
や
心

理
現
象
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
「
あ
げ
る
」
は
、
無

意
志
動
詞
に
な
る
。」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
話
し
手
の
身
体
内

で
完
結
す
る
動
き
、
話
し
手
の
内
部
感
覚
を
表
現
す
る
特
殊
な
あ
り

か
た
が
関
与
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
乙
の
「（
感
情
が
）
突
き
あ
げ

る
」
は
、
完
全
に
話
し
手
の
内
部
で
完
結
し
、
他
者
の
知
覚
し
え
な

い
事
象
で
あ
る
。
話
し
手
が
、
自
身
の
体
内
あ
る
い
は
意
識
内
で
あ

る
力
が
作
用
す
る
と
感
ず
る
ゆ
え
に
他
動
詞
で
表
現
す
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

日
本
語
の
内
部
感
覚
の
表
現
を
考
え
る
に
は
特
に
注
意
が
必
要
で

あ
る
。「
水
が
飲
み
た
い
」
の
よ
う
に
対
象
を
主
格
で
表
現
し
、「
吐

き
気
が
す
る
」「
傷
が
う
ず
く
」「
胸
が
痛
む
」
の
よ
う
に
、
動
的
な

動
詞
で
も
現
在
形
で
発
話
時
点
の
状
態
を
表
現
す
る
こ
と
な
ど
を
考

え
あ
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
姫
野
氏
自
身
、
こ
の
く
だ
り

を
「
こ
の
あ
た
り
の
、
理
屈
ど
お
り
に
い
か
な
い
の
が
複
合
動
詞
の

難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。」
と
結
ば
ざ
る
を
え
な
い
特
殊
な
現
象

な
の
で
あ
る
。

Ｄ
型
・
Ｅ
型
は
、「
あ
が
る
」
の
Ｂ
・
Ｃ
型
に
対
応
し
、
後
項
の

意
味
が
形
式
化
し
た
、
山
本
氏
の
Ⅱ
類
〈
V１
＋
v２
〉、
山
中
氏
の
拡

張
動
詞
に
属
す
る
。
そ
の
Ｄ
型
を
著
者
は
〈
他
＋
あ
げ
る＝

自
〉
と

し
た
が
、「
あ
げ
る
」
は
他
動
詞
な
の
で
、
こ
れ
は
〈
他
＋
あ
げ
る
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＝
他
〉
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
Ｅ
型
の
語
例
に
「
ど
な
り
あ
げ

る
」
が
あ
る
。
か
り
に
用
例
を
拾
っ
た
に
し
て
も
、
一
過
性
の
動
作

「
ど
な
る
」
に
「
あ
げ
る
」
を
つ
け
る
の
は
普
通
の
表
現
と
は
い
え

ず
、「
ど
な
り
つ
け
る
」
が
自
然
な
の
で
、
先
の
「
切
れ
あ
げ
る
」

と
同
じ
よ
う
に
特
異
な
使
用
と
し
て
除
く
べ
き
だ
と
わ
た
し
は
考
え

る
。Ｆ

型
は
Ⅳ
類
〈
v１
＋
v２
〉
と
解
す
る
。
右
の
四
語
の
ほ
か
に
、

「（
声
を
）
張
り
あ
げ
る
・（
仕
事
を
）
切
り
あ
げ
る
・（
大
阪
か
ら
／

を
／
へ
）
引
き
あ
げ
る
・
入
れ
あ
げ
る
」
が
、
著
者
の
挙
げ
た
全
部

で
あ
る
。
こ
れ
は
連
語
に
よ
る
特
殊
な
意
味
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
構
造
自
体
は
〈
他
＋
あ
げ
る＝

他
〉
で
特
に
問
題
に
す
る

こ
と
は
な
い
。

以
上
の
検
討
と
修
正
に
よ
っ
て
、「
あ
げ
る
」
を
後
項
と
す
る
複

合
動
詞
は
、
話
し
手
の
内
部
感
覚
を
表
わ
す
Ｃ
型
甲
を
特
別
な
表
現

と
す
る
と
、
そ
の
ほ
か
は
〈
他
＋
あ
げ
る＝

他
〉
構
造
に
収
ま
る
。

す
る
と
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
「
立
ち
あ
げ
る
」
は
〈
自
＋
あ
げ
る

＝

他
〉
構
造
で
、
内
部
感
覚
の
表
現
で
も
な
い
の
で
、
こ
の
六
類
型

か
ら
は
み
だ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

複
合
動
詞
の
前
項
が
自
他
の
対
応
形
を
も
ち
な
が
ら
、
複
合
動
詞

の
自
動
詞
形
と
他
動
詞
形
に
お
い
て
、
前
項
が
い
ず
れ
か
の
ま
ま
で

あ
る
語
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
複
合
動
詞
が
一
語
化
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
を
論
じ
た
須
賀
一
好
（1984

）
に
、

〈
自
＋
あ
げ
る
〉
構
造
と
同
じ
〈
自
＋
他
〉
構
造
の
複
合
動
詞
「
落

ち
こ
ぼ
す
」
に
か
ん
す
る
次
の
言
及
が
あ
る
。

「
落
ち
こ
ぼ
す
」
を
単
な
る
結
合
と
み
る
な
ら
ば
、「
生
徒
を
落

ち
こ
ぼ
す
」
は
、「
生
徒
を
落
ち
て
、
こ
ぼ
す
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
論
理
的
に
は
お
か
し
な
表
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。

「
立
ち
あ
げ
る
」
と
同
じ
構
造
の
語
が
二
十
年
前
に
教
育
界
の
報
道

で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五

非
文
説
の
根
拠

姫
野
氏
の
著
書
に
よ
っ
て
、
複
合
動
詞
は
他
動
詞
だ
け
か
自
動
詞

だ
け
の
結
合
の
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
し
ら
れ
、
そ
れ
は
日
本
語
を

母
語
と
す
る
人
な
ら
一
様
に
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
影
山
太
郎

（1993

）
は
そ
の
こ
と
を
多
く
の
言
語
に
通
ず
る
性
質
だ
と
し
た
う

え
で
、
さ
ら
に
能
格
性
の
視
点
か
ら
自
動
詞
を
二
分
し
た
。
工
藤
の

前
稿
（2005

）
に
掲
げ
た
も
の
を
再
び
ひ
く
。

意
図
的
行
為
を
表
す
…
…
…
非
能
格
自
動
詞
（
働
く
、
さ
わ
ぐ
、
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起
き
る
等
）

非
意
図
的
行
為
を
表
す
…
…
非
対
格
自
動
詞
（
こ
ろ
ぶ
、
生
じ

る
、
浮
か
ぶ
等
）

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
動
作
主
（A

gent

）
を
主
語
に
と
る

の
が
非
能
格
自
動
詞
す
な
わ
ち
意
志
の
自
動
詞
、
意
図
を
も
た
ず
受

動
的
に
事
象
に
関
わ
る
対
象
（T

hem
e

）
を
主
語
に
と
る
の
が
非

対
格
自
動
詞
す
な
わ
ち
非
意
志
の
自
動
詞
で
あ
る
。

さ
て
、
第
一
節
で
国
立
国
語
研
究
所
の
説
明
に
み
た
よ
う
に
、

「
立
ち
あ
げ
る
」
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
「
立
ち
あ
が
る
」
に
始

ま
り
、
の
ち
に
他
動
詞
を
作
り
だ
し
た
ら
し
い
。
ス
イ
ッ
チ
を
い
れ

る
と
機
械
が
動
き
だ
す
こ
と
で
は
テ
レ
ビ
や
旋
盤
と
か
わ
ら
な
い
。

特
に
、
テ
レ
ビ
は
ひ
と
り
で
に
映
像
が
映
っ
て
音
声
が
で
る
の
だ
か

ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
よ
り
も
立
ち
あ
が
る
印
象
が
強
い
。
だ
が
、

こ
の
動
き
を
日
本
人
は
「
立
ち
あ
が
る
」
と
は
表
現
せ
ず
、「
映
る
」

と
い
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
複
合
動
詞
「
立
ち
あ
が
る
」
の
従
来
の
用

例
は
、
ほ
と
ん
ど
有
生
主
語
に
よ
る
意
志
の
自
動
詞
と
し
て
で
あ
る
。

「
波
が
高
く
立
ち
あ
が
る
」
と
も
い
う
が
、
こ
れ
は
擬
人
法
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
自
分
の
仲
間
の
よ
う
に
思
っ
た
技

術
者
た
ち
は
、
意
図
的
行
為
を
表
わ
す
「
立
ち
あ
が
る
」
を
良
し
と

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
他
動
詞
に
か
え
た
表
現
も
可
能
だ

と
考
え
て
、
や
が
て
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
立
ち
あ
げ
る
」
を
使
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
的
な
問
題
と
し
て
、
意
図
的
行
為
を
表
わ
す
〈
非
能
格
自
動

詞
＋
あ
が
る
〉
の
後
項
を
「
あ
げ
る
」
に
か
え
た
複
合
動
詞
が
派
生

し
う
る
か
否
か
を
考
え
て
み
る
。

１

病
人
が
そ
ー
っ
と
起
き
あ
が
る
。

ａ

看
護
婦
は
病
人
を
そ
ー
っ
と
起
き
あ
げ
る
。

ｂ

看
護
婦
は
病
人
を
そ
ー
っ
と
起
き
あ
が
ら
せ
る
。

ま
と
も
な
日
本
語
感
覚
を
も
つ
人
な
ら
、
ａ
を
非
文
、
ｂ
を
適
格
文

と
判
断
す
る
に
違
い
な
い
。
日
本
語
文
で
一
番
の
優
位
に
立
つ
補
語

は
主
格
で
あ
る
。
ａ
の
文
で
、
一
語
化
し
た
複
合
動
詞
「
起
き
あ
げ

る
」
に
主
格
補
語
「
看
護
婦
」
が
関
係
し
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

「
あ
げ
る
」
だ
け
で
あ
る
。
一
方
、「
起
き
る
」
の
は
「
病
人
」
で
あ

る
が
、
対
格
補
語
の
「
病
人
を
」
は
「
起
き
」
と
関
係
し
え
な
い
。

適
格
文
に
す
る
に
は
、「
起
き
あ
が
る
」
に
使
役
辞
「
せ
る
」
の
つ

い
た
形
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

２

救
助
成
功
の
報
に
家
族
は
躍
り
あ
が
っ
た
。

ａ

救
助
成
功
の
報
が
家
族
を
躍
り
あ
げ
た
。

ｂ

救
助
成
功
の
報
が
家
族
を
躍
り
あ
が
ら
せ
た
。

３

大
喚
声
に
後
列
の
少
女
が
伸
び
あ
が
っ
た
。
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ａ

大
喚
声
が
後
列
の
少
女
を
伸
び
あ
げ
た
。

ｂ

大
喚
声
が
後
列
の
少
女
を
伸
び
あ
が
ら
せ
た
。

２
・
３
も
同
様
に
、
複
合
動
詞
の
使
役
態
で
あ
る
ｂ
の
表
現
が
な
さ

れ
る
。〈
自
動
詞
＋
あ
が
る
〉
の
複
合
動
詞
は
、
使
役
辞
「
せ
る
」

を
え
て
初
め
て
対
格
が
支
配
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
節
に
ひ
い

た
金
田
一
氏
の
「
母
親
が
子
供
の
手
を
取
っ
て
立
ち
上
が
ら
せ
た
」

は
こ
の
こ
と
を
さ
し
た
の
で
あ
る
。

当
然
、「
あ
が
る
」
以
外
の
意
志
自
動
詞
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。

４

不
況
で
父
は
堅
実
な
経
営
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。

ａ

不
況
は
父
を
堅
実
な
経
営
に
踏
み
と
ど
め
た
。

ｂ

不
況
は
父
を
堅
実
な
経
営
に
踏
み
と
ど
ま
ら
せ
た
。

５

兜
虫
に
少
年
た
ち
が
群
れ
集
ま
っ
た
。

ａ

兜
虫
が
少
年
た
ち
を
群
れ
集
め
た
。

ｂ

兜
虫
が
少
年
た
ち
を
群
れ
集
ま
ら
せ
た
。

「
立
ち
あ
が
る
」
に
同
じ
操
作
を
施
す
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

６

水
源
の
枯
渇
に
農
民
が
立
ち
あ
が
っ
た
。

ａ

水
源
の
枯
渇
が
農
民
を
立
ち
あ
げ
た
。

ｂ

水
源
の
枯
渇
が
農
民
を
立
ち
あ
が
ら
せ
た
。

７

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
立
ち
あ
が
る
。

ａ

青
年
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
立
ち
あ
げ
る
。

ｂ

青
年
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
立
ち
あ
が
ら
せ
る
。

６
に
お
い
て
、
意
志
動
詞
「
立
ち
あ
が
る
」
の
使
役
態
に
よ
る
ｂ
は

自
然
な
日
本
語
だ
が
、
そ
れ
を
他
動
詞
に
変
え
た
ａ
は
非
文
だ
、
と

わ
た
し
は
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
立

ち
あ
が
る
」
は
擬
人
法
と
し
て
生
じ
た
か
と
の
べ
た
。
詩
的
な
擬
人

法
と
し
て
許
さ
れ
る
「
波
が
高
く
立
ち
あ
が
っ
た
」
は
自
然
現
象
な

の
で
、
こ
れ
に
他
動
詞
化
を
施
し
た
「
波
を
高
く
立
ち
あ
が
ら
せ

た
」
は
成
り
た
た
ず
、
７
ｂ
と
比
べ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
ど
の

み
ち
、
無
生
の
対
象
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」
ゆ
え
、
ｂ
の
許
容
度
は

低
い
。

前
項
が
ほ
か
の
動
詞
に
よ
る
「
あ
げ
る
」
と
の
複
合
も
同
様
で
あ

る
。

８

沈
没
船
が
浮
か
び
あ
が
っ
た
。

ａ

沈
没
船
を
浮
か
び
あ
げ
た
。

ｂ

沈
没
船
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
。

後
項
が
「
あ
が
る
」
以
外
の
動
詞
に
よ
る
複
合
で
、
無
生
主
語
の

ば
あ
い
に
変
換
に
よ
っ
て
派
生
す
る
他
動
詞
文
を
み
よ
う
。

９

試
薬
が
検
体
か
ら
に
じ
み
で
る
。

ａ

試
薬
を
検
体
か
ら
に
じ
み
だ
す
。
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ｂ

試
薬
を
検
体
か
ら
に
じ
み
だ
さ
せ
る
。

１０

絵
の
具
が
少
し
ず
つ
染
み
こ
ん
だ
。

ａ

絵
の
具
を
少
し
ず
つ
染
み
こ
め
た
。

ｂ

絵
の
具
を
少
し
ず
つ
染
み
こ
ま
せ
た
。

９
・
１０
の
ａ
の
許
容
し
が
た
い
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

右
に
は
複
合
自
動
詞
か
ら
派
生
し
た
、「
あ
げ
る
」
に
よ
る
複
合

他
動
詞
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
こ
れ
は
方
向
を
か
え
て
、
他
動
詞
か

ら
自
動
詞
を
派
生
さ
せ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

１１

刑
事
は
賊
を
追
い
あ
げ
た
。

＊
賊
は
刑
事
に
追
い
あ
が
っ
た
。

１２

少
年
が
ボ
ー
ル
を
投
げ
あ
げ
た
。

＊
少
年
が
投
げ
あ
が
っ
た
ボ
ー
ル
。

１３

少
女
は
水
を
汲
み
あ
げ
て
飲
ん
だ
。

＊
少
女
は
汲
み
あ
が
っ
た
水
を
飲
ん
だ
。

い
ず
れ
も
日
本
語
話
者
と
し
て
は
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
姫
野
氏
の
分
類
に
よ
る
、
Ａ
型
甲
〈
自
＋
あ
げ

る＝

他
〉﹇
上
昇
﹈
の
複
合
自
動
詞
は
、
や
は
り
日
本
語
と
し
て
不

自
然
な
形
式
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

右
の
事
実
を
貫
く
原
理
は
、
前
後
項
の
動
詞
の
意
味
に
関
わ
る
だ

ろ
う
。
姫
野
氏
の
著
書
の
第
十
二
章
に
、
先
学
の
研
究
の
要
約
「
前

項
・
後
項
動
詞
の
意
味
関
係
」
が
あ
る
。
そ
れ
を
簡
略
に
示
す
。

一

複
合
動
詞
は
一
つ
の
主
語
、
一
つ
の
目
的
語
で
構
成
さ
れ

る
単
一
の
事
象
を
表
わ
す
。

二

二
つ
の
動
詞
は
、
そ
の
行
為
・
作
用
の
時
間
的
前
後
関
係

を
表
わ
す
ば
あ
い
が
多
い
。

三

類
似
概
念
並
列
の
ば
あ
い
、
前
項
に
は
初
発
の
状
態
や
弱

度
の
状
態
を
表
わ
す
動
詞
、
後
項
に
は
進
展
・
終
局
の
状
態

や
強
度
の
状
態
を
表
わ
す
動
詞
が
く
る
。

四

前
項
に
は
動
き
を
表
わ
す
動
詞
、
後
項
に
は
結
果
を
表
わ

す
動
詞
の
く
る
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
「
学
長
が
委
員
会
を
立
ち
あ
げ
る
」
に
お
い
て
、「
立
つ
」

の
は
委
員
会
、「
あ
げ
る
」
の
は
学
長
で
あ
る
。「
立
ち
あ
げ
る
」
は

二
つ
の
事
象
を
一
語
で
表
現
す
る
の
で
、
右
の
一
に
反
す
る
こ
と
明

ら
か
で
、
第
四
節
に
ひ
い
た
「
落
ち
こ
ぼ
す
」
と
同
じ
く
非
文
な
の

で
あ
る
。六

残
る
問
題

以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
第
一
節
に
紹
介
し
た
塩
原
氏
の
主
張

な
ど
、
残
る
問
題
を
検
討
す
る
。
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自
動
詞
に
他
動
詞
が
接
し
た
こ
と
に
つ
い
て
高
島
氏
は
、「
よ
じ

れ
て
い
る
・
分
裂
し
て
い
る
」
と
拒
否
し
、
塩
原
氏
の
使
用
を
批
判

し
た
某
大
作
家
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
複
合
語
に
違
和

感
を
抱
く
多
く
の
日
本
人
の
直
感
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ

れ
と
同
構
造
と
み
え
る
複
合
動
詞
が
他
に
も
あ
る
の
で
、
声
高
に
反

論
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
橋
本
五
郎
氏
が
こ
れ
を
拒
否
し
、
国

立
国
語
研
究
所
の
回
答
が
こ
れ
を
俗
語
と
し
た
の
も
同
じ
か
と
思
う

が
、
と
も
に
詳
し
い
根
拠
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

外
来
語
よ
り
も
ま
し
だ
、
と
こ
れ
を
弁
護
し
た
の
が
塩
原
氏
で
、

そ
の
根
拠
は
次
の
三
点
で
あ
っ
た
。

①
日
本
語
で
は
、「
吹
く
・
増
す
」
な
ど
に
み
る
よ
う
に
自
他

の
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

②
「
飛
び
出
す
・
上
り
詰
め
る
・
泣
き
暮
ら
す
」
な
ど
自
動
詞

に
他
動
詞
の
つ
い
た
語
が
あ
る
。

③
他
動
詞
「
す
る
」
に
は
「
仕
上
が
る
・
仕
上
げ
る
」、「
持

つ
」
に
は
「
持
ち
上
が
る
・
持
ち
上
げ
る
」
の
両
形
が
あ
る
。

①
は
塩
原
氏
の
い
う
と
お
り
だ
が
、「
増
す
」
の
よ
う
な
自
他
同
形

の
動
詞
は
ご
く
少
数
な
の
で
、
反
論
の
材
料
と
し
て
は
か
え
っ
て
弱

い
。
も
う
一
つ
の
例
に
あ
げ
た
「
風
が
吹
く
」
に
つ
い
て
は
、
天
然

現
象
を
い
う
動
詞
の
特
異
性
を
解
明
し
た
木
下
正
俊
（1972

）
に
学

ぶ
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
寄
せ
て
は
返
す
波
」
の
よ
う
な
他

動
詞
に
よ
る
表
現
を
、
わ
た
し
た
ち
が
当
然
の
こ
と
と
す
る
の
は
民

族
の
長
い
伝
統
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
古
代
語
の
「
露
結
ぶ
」「
霜
置

な
ゐ

ふ

く
」「
雪
積
む
」「
夜
明
く
」「
地
震
る
」
も
そ
う
で
あ
る
。
古
代
の

人
々
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
の
背
後
に
大
き
な
神
格
の
存
在
を
考
え
て

い
た
時
期
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
雨
降
る
」
は

自
動
詞
の
表
現
と
み
え
る
が
、
木
下
氏
は
他
言
語
の
非
人
称
表
現
な

ど
を
手
が
か
り
に
、
他
動
詞
に
よ
る
「
雨
振
る
」
で
あ
っ
た
蓋
然
性

を
の
べ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
塩
原
氏
の
根
拠
の
弱
さ
は
明
ら
か
で

あ
る
。

③
の
複
合
動
詞
の
う
ち
、「
仕
上
が
る
・
仕
上
げ
る
」
は
、
姫
野

氏
の
分
類
で
﹇
完
了
・
完
成
﹈
の
意
味
特
徴
を
表
わ
し
、「
〜
あ
が

る
」
は
Ｂ
型
、「
〜
あ
げ
る
」
は
Ｄ
型
で
あ
っ
て
、
特
異
な
構
造
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。「
持
ち
上
が
る
」
は
恐
ら
く
「
困
難
な
問
題

が
持
ち
上
が
っ
た
」
な
ど
の
用
例
を
含
意
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
前
後

項
と
も
に
格
支
配
力
を
失
っ
て
熟
合
し
た
、
山
本
氏
の
Ⅳ
類
に
相
当

す
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
反
論
の
根
拠
に
は
使
え
な
い
。

残
る
は
②
の
十
六
語
で
あ
る
。
姫
野
氏
の
「
あ
が
る
・
あ
げ
る
」

を
参
考
に
し
て
考
え
る
と
、「
〜
あ
が
る
」
の
複
合
動
詞
か
ら
Ｅ
型

の
尊
敬
語
「
召
し
あ
が
る
」
を
除
く
六
項
の
う
ち
、〈
他
＋
自＝

自
〉
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構
造
の
複
合
動
詞
が
半
数
の
三
項
あ
る
。
一
方
、「
〜
あ
げ
る
」
の

複
合
動
詞
で
〈
自
＋
他＝

他
〉
構
造
の
も
の
は
、
わ
た
し
の
修
正
後

の
七
項
の
う
ち
、
意
味
特
徴
﹇
体
内
の
上
昇
﹈
の
Ｃ
型
甲
の
一
項

（「
こ
み
あ
げ
る
」
な
ど
）
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
他
＋
自
〉

構
造
の
複
合
動
詞
は
意
外
に
多
い
が
、〈
自
＋
他
〉
構
造
の
複
合
動

詞
は
ご
く
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
日
本
人
の
言
語
意
識
に

あ
っ
て
、「
立
ち
あ
げ
る
」
へ
の
違
和
感
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
十
六
の
複
合
動
詞
の
う
ち
、
前
後
項
と
も
に
格
支
配
関
係
を

も
つ
、
山
本
氏
の
Ⅰ
類
に
属
す
る
「
泣
き
暮
ら
す
・
引
き
下
が
る
・

通
い
続
け
る
」
の
三
語
は
自
然
な
語
彙
的
複
合
動
詞
で
あ
る
。
次
い

で
、
後
項
が
格
支
配
し
な
い
Ⅱ
類
、
山
中
氏
の
拡
張
動
詞
に
属
す
る

「
飛
び
出
す
・
上
り
詰
め
る
・
抜
き
去
る
・
立
ち
通
す
・
咲
き
始
め

る
・
死
に
か
け
る
・
振
り
返
る
・
引
き
つ
る
・
持
ち
こ
た
え
る
」
の

九
語
も
除
く
べ
き
で
あ
る
。
次
に
、「
食
い
違
う
・
取
り
散
ら
か

る
・
懸
け
離
れ
る
・
付
け
込
む
」
は
〈
他
＋
自
〉
構
造
で
あ
る
う
え

に
、
前
項
は
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
接
頭
辞
に
転
じ
て
い
る
の
で
、

〈
自
＋
他
〉
構
造
「
立
ち
あ
げ
る
」
の
議
論
に
は
有
効
で
な
い
。

か
く
し
て
塩
原
氏
の
「
立
ち
あ
げ
る
」
援
護
論
は
成
り
た
ち
が
た

い
の
で
あ
る
。

七

〈
他
＋
自
〉
構
造
の
解
釈

〈
他
＋
自
〉
構
造
の
複
合
動
詞
が
意
外
に
多
く
目
に
つ
く
事
実
が

あ
る
。

姫
野
氏
の
「
複
合
動
詞
リ
ス
ト
」
に
は
「
〜
あ
が
る
」
が
八
十
三
、

「
〜
あ
げ
る
」
が
百
五
十
二
あ
る
。「
〜
あ
が
る
」
の
多
く
は
統
語
的

複
合
動
詞
の
Ｂ
型
乙
の
「
組
み
あ
が
る
・
炊
き
あ
が
る
・
縫
い
あ
が

る
」
な
ど
だ
が
、
語
彙
的
複
合
動
詞
の
Ａ
型
乙
も
「
繰
り
あ
が
る
・

巻
き
あ
が
る
・
盛
り
あ
が
る
」
な
ど
と
あ
る
。
ほ
か
に
そ
ら
で
探
し

て
も
、「
当
て
は
ま
る
・
入
れ
か
わ
る
・
思
い
あ
た
る
・
思
い
つ

く
・
切
り
か
わ
る
・
繰
り
さ
が
る
・
積
み
か
さ
な
る
・
取
り
し
ま

る
・
煮
つ
ま
る
・
ね
じ
ま
が
る
・
貼
り
つ
く
・
焼
き
つ
く
」
な
ど
が

す
ぐ
に
う
か
ぶ
。

姫
野
氏
の
リ
ス
ト
か
ら
、「
あ
げ
る
・
あ
が
る
」
の
よ
う
に
自
他

動
詞
が
等
し
い
拍
数
で
対
応
し
、
他
動
詞
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞

が
あ
る
も
の
を
調
べ
た
結
果
を
示
す
。
括
弧
内
に
は
、
掲
出
語
数
を

分
母
に
、
前
項
が
他
動
詞
の
も
の
を
分
子
に
し
て
掲
げ
る
。

〜
お
り
る
（
１
６
）・
〜
お
ろ
す
（
２８
２８
）

〜
か
か
る
（
６
３８
）・
〜
か
け
る
（
４８
４８
）
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〜
く
だ
る
（
１
７
）・
〜
く
だ
す
（
５
５
）

〜
さ
が
る
（
４
１０
）・
〜
さ
げ
る
（
１１
１１
）

〜
で
る
（
７
５８
）・
〜
だ
す
（
１０５
１０５
）

こ
う
し
て
見
る
と
、〈
他
＋
自
〉
構
造
の
複
合
動
詞
の
意
外
な
多
さ

が
よ
く
わ
か
る
。〈
自
＋
他
〉
構
造
の
「
立
ち
あ
げ
る
」
の
よ
う
に

は
稀
少
で
な
い
の
で
あ
る
。

右
の
う
ち
若
干
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
す
る
。「
〜
お
り
る
」
の

複
合
動
詞
は
「
か
か
え
お
り
る
」
だ
け
で
、
様
態
や
付
帯
状
況
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
。「
〜
か
か
る
」
の
複
合
動
詞
に
「
始
動
」
を

表
わ
す
も
の
は
除
か
れ
て
い
る
。
前
項
は
「
お
そ
い
・
き
り
・
せ

め
・
つ
か
み
・
つ
き
・
な
ぐ
り
」
の
六
語
で
あ
る
。
ほ
か
に
判
断
を

保
留
し
た
「
う
ち
・
お
し
」
も
あ
る
。
こ
の
形
の
複
合
動
詞
は
、

「
敵
を
攻
め
る
」
が
「
敵
に
攻
め
か
か
る
」
と
な
る
よ
う
に
、
動
作

対
象
が
ヲ
格
か
ら
ニ
格
に
変
わ
る
。「
〜
く
だ
る
」
の
複
合
動
詞
は
、

様
態
を
示
す
「
せ
め
く
だ
る
」
だ
け
で
あ
る
。「
〜
さ
が
る
」
の
複

合
動
詞
の
前
項
は
「
く
い
・
く
り
・
つ
り
・
ひ
き
」
で
、「
く
い
さ

が
る
」
で
は
分
割
で
き
な
い
ほ
ど
に
熟
合
し
て
お
り
、「
く
り
さ
が

る
・
つ
り
さ
が
る
」
で
は
後
項
の
結
果
を
も
た
ら
す
先
行
動
作
を
表

わ
し
、「
ひ
き
さ
が
る
」
で
は
様
態
を
表
わ
す
と
い
え
よ
う
。「
〜
で

る
」
の
複
合
動
詞
の
前
項
は
「
う
っ
た
え
・
こ
ぎ
・
さ
さ
げ
・
つ

き
・
と
ど
け
・
ね
が
い
・
も
う
し
」
で
、
こ
ち
ら
は
当
初
か
ら
対
象

に
ヲ
格
を
と
る
も
の
、
ニ
格
を
と
る
も
の
、
動
作
の
様
態
を
意
味
す

る
も
の
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

こ
の
構
造
の
複
合
動
詞
の
用
例
の
初
出
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

第
二
版
で
調
べ
る
と
、
明
治
期
が
圧
倒
的
な
多
数
を
占
め
る
。「
切

り
替
わ
る
」
に
至
っ
て
は
、
埴
谷
雄
高
の
『
観
念
の
自
己
増
殖
』

（1952

）
で
あ
る
。
近
代
日
本
語
に
お
い
て
活
発
に
作
ら
れ
た
も
の

ら
し
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
西
尾
寅
弥
（1982

）
に
、「
あ
て
は
め
る
―
あ

て
は
ま
る
」「
切
り
替
え
る
―
切
り
替
わ
る
」「
入
れ
か
え
る
―
入
れ

か
わ
る
」
等
を
論
じ
て
、「
他
動
詞
が
自
動
化
し
た
結
果
と
し
て
で

き
る
、
自
動
詞
の
ま
え
要
素
は
他
動
性
の
形
の
ま
ま
残
る
も
の
が
多

い
。」「
こ
れ
ら
が
二
語
の
連
合
で
は
な
く
、
一
個
の
複
合
動
詞
で
あ

る
以
上
、
別
に
異
と
す
る
こ
と
で
は
い
」
と
し
た
。〈
他
＋
自
〉
構

造
の
複
合
動
詞
は
他
動
詞
を
後
項
と
す
る
複
合
動
詞
か
ら
派
生
し
た
、

と
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
な
ぜ
か
〈
自
＋
他
〉
構
造
の
複

合
動
詞
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。

〈
自
＋
他
〉
構
造
の
複
合
動
詞
に
は
違
和
感
を
お
ぼ
え
て
捩
れ
て

い
る
と
拒
否
す
る
の
に
、〈
他
＋
自
〉
構
造
の
そ
れ
が
お
お
む
ね
受

容
で
き
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
わ
り
に
簡
単
に
見
つ
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か
り
そ
う
で
あ
る
。「
主
催
者
が
日
程
を
繰
り
あ
げ
る
」
と
い
う
文

に
お
い
て
、
動
詞
「
繰
り
あ
げ
る
」
は
主
格
・
対
格
の
補
語
を
取
る
。

す
な
わ
ち
二
価
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
派
生
し
た
「
日
程
が
繰
り

あ
が
る
」
で
は
、
他
動
詞
文
に
主
格
と
し
て
あ
っ
た
「
主
催
者
」
が

消
え
、「
繰
り
あ
が
る
」
は
対
格
を
要
し
な
い
一
価
動
詞
に
か
わ
る
。

日
本
語
で
は
上
位
成
分
よ
り
も
下
位
成
分
が
圧
倒
的
に
優
勢
な
こ
と

は
接
辞
を
み
れ
ば
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
動
詞
の
文
法
的
な
性
質
が

接
尾
辞
に
よ
っ
て
き
ま
る
一
方
で
、
複
合
動
詞
の
前
項
は
接
頭
辞
に

転
じ
や
す
い
の
で
あ
る
。
主
格
語
「
日
程
が
」
を
う
け
る
述
語
に
お

い
て
、
比
重
は
後
項
の
自
動
詞
が
大
き
い
。
つ
ま
り
、
話
し
手
に
は

前
項
が
強
く
意
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
や
が
て
前
項
が

接
頭
辞
に
転
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。〈
他
＋
自
〉
構
造
の
複
合
が

広
が
る
道
理
で
あ
る
。
こ
の
構
造
の
複
合
動
詞
の
成
立
に
は
、「
し

あ
が
る
・
で
き
あ
が
る
」「
ひ
あ
が
る
・
ほ
し
あ
が
る
」
の
よ
う
に
、

「
あ
が
る
」
が
﹇
完
了
・
完
成
、
強
調
﹈
の
意
で
自
動
詞
に
も
他
動

詞
に
も
つ
い
て
、
活
発
に
統
語
的
複
合
動
詞
を
形
成
す
る
こ
と
が
深

く
関
与
し
て
い
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

を
立
ち
あ
げ
る
」
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
「
上
げ
」
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、「
た
つ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る

ま
い
。

右
の
事
情
の
ほ
か
に
、
い
ま
一
つ
の
条
件
も
加
わ
っ
て
い
る
、
と

わ
た
し
は
考
え
る
。
第
二
節
で
山
中
氏
の
拡
張
動
詞
の
説
を
み
た
と

き
、
先
行
要
素
が
助
詞
を
支
配
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
も
引

い
て
お
い
た
。
右
の
記
述
に
関
連
づ
け
て
い
う
と
、「
繰
り
あ
が
る
」

は
す
で
に
一
語
化
し
て
、「
繰
る
」
は
格
支
配
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
山
中
氏
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

「
申
し
つ
か
る
」「
仰
せ
つ
か
る
」
は
明
ら
か
に
「
申
し
＋
つ
か

る
」「
仰
せ
＋
つ
か
る
」
と
し
て
分
析
さ
れ
る
べ
き
動
詞
で
あ

る
が
、「
つ
け
る
」
に
対
応
す
る
は
ず
の
「
つ
か
る
」
と
い
う

語
形
は
単
独
に
は
存
在
し
な
い
の
で
、「
申
し
つ
け
る
」「
仰
せ

つ
け
る
」
と
い
う
複
合
動
詞
を
基
幹
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
動

詞
が
導
か
れ
た
と
想
定
す
る
ほ
か
は
な
い
。

こ
れ
は
重
大
な
指
摘
で
あ
る
。「
申
し
つ
け
る
」「
仰
せ
つ
け
る
」
に

対
応
す
る
自
動
詞
は
な
い
の
で
、
文
法
の
定
石
で
は
、
受
動
態
の
接

辞
を
も
つ
「
申
し
つ
け
ら
れ
る
」「
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
」
と
な
る
は

ず
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
規
則
ど
お
り
の
語
形
も
行
わ
れ
る
が
、
日
常

生
活
で
は
破
格
と
い
う
べ
き
「
申
し
つ
か
る
」「
仰
せ
つ
か
る
」
が

用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
た
ら
い
た
の
は
簡
略
化
の
志
向
だ
ろ
う
。

右
の
例
で
い
う
と
、
正
統
の
八
拍
語
よ
り
も
破
格
の
六
拍
語
を
と
っ

た
民
族
の
心
理
で
あ
る
。
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そ
の
淵
源
は
た
い
そ
う
古
い
と
わ
た
し
は
み
て
い
る
。
単
純
動
詞

に
も
生
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
漢
字
「
囚
」
の
所
動
詞
（
受
動

態
）
の
訓
を
問
わ
れ
た
ら
、
多
く
の
人
は
「
と
ら
わ
れ
る
」
と
答
え

る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
正
答
は
「
と
ら
え
ら
れ
る
」
で
あ
る
。「
報
」

の
所
動
詞
の
訓
も
、「
む
く
い
ら
れ
る
」
な
ら
ぬ
「
む
く
わ
れ
る
」

と
答
え
る
に
違
い
な
い
。
前
者
の
「
囚
」
に
は
、
す
で
に
熱
田
本
日

本
書
紀
の
古
訓
に
「
と
ら
は
る
」
が
み
え
、
色
葉
字
類
抄
は
「
囚

人
」
に
「
ト
ラ
ハ
レ
ヒ
ト
」
と
付
訓
し
て
い
る
。
後
者
「
報
」
の
訓

と
し
て
辞
書
は
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
二
の
四
段
活
用
の
例
「
つ

み
を
む
く
は
ん
が
た
め
に
」
も
掲
げ
る
。
所
動
詞
「
む
く
わ
れ
る
」

も
か
く
し
て
う
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。「
教
え
る
」
の
自
動
詞
「
教
わ

る
」
も
同
様
の
派
生
だ
ろ
う
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
の
初

出
は
洒
落
本
『
傾
城
買
杓
子
定
規
』（1804

）
で
あ
る
。

古
い
切
抜
き
で
あ
る
が
、
新
聞
の
テ
レ
ビ
番
組
欄
で
、
映
画
『
釣

り
バ
カ
日
誌
６
』
の
紹
介
記
事
に
、「
平
社
員
の
浜
崎
が
社
長
に
間

違
わ
れ
、
社
長
の
鈴
木
が
運
転
手
に
間
違
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
大
騒

動
が
展
開
」（
毎
日
新
聞1996.1.12

朝
刊
）
が
あ
る
。
こ
ん
な
短
い

一
文
の
中
に
本
来
の
形
と
破
格
の
派
生
形
が
共
存
す
る
、
校
閲
部
の

目
か
ら
こ
ぼ
れ
た
興
味
あ
る
例
で
あ
る
。
簡
略
化
の
志
向
は
常
に
作

用
し
て
い
る
の
で
、〈
他
動
詞
＋
自
動
詞
〉
構
造
の
複
合
動
詞
は
な

お
次
々
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

近
年
、「
花
火
／
ロ
ケ
ッ
ト
が
打
ち
上
が
っ
た
」
と
い
う
報
道
に

よ
く
接
す
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
に
違
和
感
を
覚
え
る
が
、
も
う
珍
し

い
表
現
で
は
な
い
ら
し
く
、
姫
野
・
西
尾
・
須
賀
氏
の
リ
ス
ト
や
論

文
に
み
え
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
が
出
典
を
示
さ
ず

「
花
火
が
打
ち
上
が
る
」
の
用
例
を
あ
げ
る
の
は
当
代
の
用
例
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
わ
た
し
は
性
急
す
ぎ
る
採
録
だ
と
思
う
の
だ
が
。

八

翻
訳
と
「
立
ち
あ
げ
る
」

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
用
語
は
ほ
と
ん
ど
英
語
に
由
来
す
る
と
し
て
、

「
立
ち
あ
が
る
」
よ
り
「
起
動
す
る
」
が
一
般
的
だ
ろ
う
と
す
る
国

立
国
語
研
究
所
の
回
答
を
第
一
節
に
ひ
い
た
。
こ
の
回
答
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
い
。

「
起
動
」
は
、
動
く
、
動
き
は
じ
め
る
意
の
古
い
漢
語
で
、
梁
・

昭
明
太
子
の
「
解
二
諦
義
」
に
み
え
る
と
い
う
。
日
本
で
は
室
町
時

代
に
「
た
ち
い
ふ
る
ま
い
、
起
居
」
の
意
で
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。

『
広
辞
苑
』
第
二
版
に
「
動
き
を
開
始
す
る
こ
と
。
始
動
。」
と
あ
る

の
は
、
も
と
の
漢
語
の
意
味
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
版
で
は

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
シ
ス
テ
ム
を
稼
働
で
き
る
状
態
に
す
る
」
と
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あ
る
だ
け
だ
が
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
五
版
で
は
そ
れ
を
②
の

語
義
に
あ
げ
、
①
に
は
一
般
化
し
た
用
法
「
組
織
な
ど
を
作
り
、
活

動
を
は
じ
め
る
」
と
記
述
す
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
用
語
「
立
ち
あ
げ
る
」
の
元
に
な
っ
た
英
語
は

“startup”

と

“boot”
ら
し
い
。「X

−M
E

D
IA

パ
ソ
コ
ン
用
語
辞

典
」（http

://w
w

w
.x−m

edia.co.jp/jiten/

）
に
よ
る
と
、
特
に

M
ac

O
S

で
シ
ス
テ
ム
を
起
動
す
る
こ
と
を

“startup”

と
い
う
よ

し
。
そ
う
説
明
さ
れ
る
こ
と
な
の
に
、
何
に
ゆ
え
に
「
起
動
す
る
」

も
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
」
も
と
ら
な
か
っ
た
の
か
、
わ
た
し
は
遂
に

つ
き
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

昨
年
、
三
分
冊
で
刊
行
さ
れ
た
岩
波
文
庫
版
『
白
鯨
』
は
す
で
に

名
訳
の
評
価
が
高
い
。
訳
者
・
八
木
敏
雄
氏
か
ら
の
恵
贈
の
栄
誉
に

浴
し
た
わ
た
し
も
そ
の
名
訳
に
酔
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
第
百

九
章
に
突
如
「
立
ち
上
げ
る
」
が
出
現
し
て
わ
た
し
を
慌
て
さ
せ
た
。

船
倉
に
収
め
た
樽
か
ら
鯨
油
が
も
れ
て
い
る
の
で
、
ひ
き
あ
げ
て

処
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
バ
ー
ト
ン
と
称
す
る
装

置
を
動
か
す
必
要
が
あ
る
。
一
等
航
海
士
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
が
エ
イ

ハ
ブ
船
長
に
そ
う
伝
え
る
く
だ
り
と
、
以
後
の
経
過
を
語
る
章
で
あ

る
。
航
海
士
と
船
長
の
対
話
、
そ
し
て
地
の
文
に
、
つ
ご
う
三
回
み

え
る
。
そ
の
訳
文
と
、
訳
者
が
用
い
た
底
本
、N

orthw
estern

N
ew

-

berry

版
（1988

）
の
原
文
を
添
え
る
。
わ
た
し
の
み
た
他
の
三
本

の
原
文
も
こ
の
箇
所
に
違
い
は
な
い
。

１

「
滑
車
を
立
ち
上
げ
て
樽
を
蔵
出
し
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
」

“W
e

m
ust

up
B

urtons
and

break
out.”

２

「
わ
し
は
滑
車
の
立
ち
上
げ
は
ゆ
る
さ
ん
ぞ
」

“I´llnot
have

the
B

urtons
hosited.”

３

と
も
か
く
命
令
は
履
行
さ
れ
、
滑
車
は
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。

H
ow

ever
it

w
as,

his
orders

w
ere

executed
;and

the
B

urtons
w

ere
hoisted.

な
お
、
原
文
で
は
、
１
に
対
し
て
船
長
が“U

p
B

urtons
and

break

out?”

と
鸚
鵡
返
し
に
い
う
が
、
新
訳
は
「
滑
車
で
蔵
出
し
だ
と
？
」

で
あ
る
。

解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
新
訳
は
日
本
語
に
よ
る
十
一
番
め
の
翻
訳

だ
と
い
う
。
１
に
つ
い
て
、
近
く
に
あ
っ
た
四
つ
の
邦
訳
を
、
訳
出

順
に
Ａ
〜
Ｄ
の
符
号
を
つ
け
て
比
べ
て
み
よ
う
。

こ
う
ろ
く

Ａ

絞
轆
を
巻
い
て
、
船
艙
か
ら
だ
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」

（
阿
部
知
二
訳

河
出
世
界
文
学
全
集
）

Ｂ

絞
轆
を
揚
げ
て
、
船
艙
を
開
け
に
や
な
り
ま
せ
ん
」（
田

中
西
二
郎
訳

新
潮
文
庫
）
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ろ
く
ろ

Ｃ

バ
ー
ト
ン
（
轆
轤
）
に
荷
役
を
入
れ
、
蔵
出
し
に
か
か
ら

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
坂
下
昇
訳

国
書
刊
行
会
「
メ
ル

ヴ
ィ
ル
全
集
」）

バ
ー
ト
ン

Ｄ

軽
滑
車
を
吊
る
し
て
樽
を
出
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
幾

野
宏
訳

集
英
社
「
世
界
の
文
学
」）

新
訳
が
「
滑
車
を
立
ち
上
げ
る
」
と
し
た
三
箇
所
を
、
Ａ
は
「
絞
轆

を
巻
く
」、
Ｂ
は
「
絞
轆
を
揚
げ
る
」
の
訳
で
通
し
た
。
Ｃ
は
２
以

下
を
「
ケ
ン
カ
巻
き
の
荷
揚
げ
」「
バ
ー
ト
ン
は
揚
が
っ
た
」
と
訳

バ
ー
ト
ン

バ
ー
ト
ン

し
た
。
Ｄ
は
「
軽
滑
車
を
吊
る
さ
せ
」「
軽
滑
車
が
揚
げ
ら
れ
た
」

と
し
た
。

当
代
の
文
学
や
翻
訳
に
暗
い
わ
た
し
に
は
見
当
が
つ
か
な
い
が
、

「
立
ち
あ
げ
る
」
の
使
用
は
今
や
珍
し
く
な
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
用
語
か
ら
始
ま
っ
た
「
立
ち
あ
げ
る
」
と
い
う

新
語
は
、
一
部
の
日
本
人
に
は
嫌
悪
さ
れ
な
が
ら
も
、
多
く
の
日
本

人
の
用
い
る
こ
と
ば
に
な
っ
た
。
そ
の
嫌
悪
感
は
、
こ
れ
が
日
本
語

文
法
の
原
理
に
あ
わ
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
。
複
合
動
詞
に
お
け
る

〈
自
動
詞
＋
他
動
詞
〉
構
造
は
、
日
本
語
の
歴
史
に
お
い
て
決
し
て

活
発
な
造
語
方
式
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
く

も
急
速
に
使
用
が
広
ま
っ
た
の
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
、
有
史
以

来
の
人
類
が
作
っ
て
き
た
機
械
と
は
、
お
よ
そ
異
な
る
機
能
を
有
す

る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

新
語
・
新
用
法
は
、
そ
の
誕
生
に
た
ち
あ
わ
な
か
っ
た
人
に
は
、

新
し
い
と
意
識
さ
れ
な
い
ば
あ
い
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
例
え
ば

「
目
線
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
テ
レ
ビ
界
の
用
語
が
若
者
を
通
し
て
広

ま
っ
た
ら
し
い
。「
視
線
」
と
か
い
て
ほ
し
い
箇
所
を
「
目
線
」
と

し
た
学
生
の
文
章
に
朱
を
い
れ
て
も
、
お
お
む
ね
こ
ち
ら
の
意
図
は

通
じ
な
い
。
こ
れ
は
辞
書
に
も
登
録
さ
れ
て
、
す
で
に
市
民
権
を
え

て
い
る
。

少
数
の
日
本
人
が
違
和
感
を
い
だ
き
、
わ
た
し
が
非
文
と
判
断
す

る
「
立
ち
あ
げ
る
」
を
、
多
く
の
日
本
人
は
受
け
い
れ
て
い
る
。
も

う
定
着
し
た
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
が
こ
の
語
に

違
和
感
を
い
だ
か
な
く
な
る
日
が
、
は
た
し
て
訪
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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